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一
部
を
選
び
冊
子
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も
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。
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母
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
多
く
の
方
々
の
弔
問
を
受
け
ま
し
た
。
挨あ

い

拶さ
つ

を
受
け

な
が
ら
、「
生
前
中
は
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
り
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
」
と
応
答
し
ま
し
た
。
多
く
の
方
々
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
で
は
こ
の
言
葉

の
意
味
は
何
で
し
ょ
う
か
。
生
前
中
と
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
生
ま
れ
る
前
の
中
（
あ
い
だ
）、
お
世
話
に
な
り
ま
し
て
」
と
は
何
か
。「
亡

き
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
前
に
お
世
話
に
な
っ
た
」
で
は
大
変
な
こ
と
に
な
り

ま
す
。
で
は
、
ど
こ
に
生
ま
れ
る
前
な
の
か
。
考
え
て
も
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

で
も
、
ど
な
た
さ
ま
も
「
往
生
浄
土
」
の
言
葉
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
こ
の
言
葉

に
「
生
前
中
」
の
意
味
を
解
く
鍵
が
あ
り
ま
す
。

　

正
解
は
、「
亡
き
人
は
、
こ
の
た
び
み
仏
の
浄
土
に
往
き
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ

生
前
中
は

三み

島し
ま　

多た

聞も
ん

（
高
山
別
院
輪
番
）
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生前中は

れ
に
つ
け
て
も
、
み
仏
の
国
に
生
ま
れ
る
前
の
こ
の
世
で
は
、
い
ろ
い
ろ
お
世
話

に
な
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
「
生
前
中
」

の
意
味
が
了
解
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。「
往
生
浄
土
」
の
教
え
が
「
生
前
中
は
」
と

い
う
挨
拶
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
信
じ
た
く
な
け
れ
ば
「
存
命
中
は
…
」

と
挨
拶
す
れ
ば
い
い
。
で
も
変
で
す
ね
、
仏
式
で
葬
儀
を
出
し
て
い
る
の
で
す
か

ら
。
こ
う
な
る
と
葬
儀
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
自
問
し
て
み
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
で
な
い
と
、
葬
儀
は
社
会
通
念
上
の
単
な
る
通
過
儀
礼
に
な
り
、

テ
レ
ビ
で
宣
伝
し
て
い
る
よ
う
に
、「
ま
か
せ
て
よ
か
っ
た
な
」
で
終
わ
り
ま
す
。

　

真
宗
で
の
葬
送
の
儀
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
中
心
で
す
。
い
つ
の
間
に
か
遺
体
中

心
と
な
り
、
最
近
で
は
そ
れ
冷
房
だ
の
暖
房
だ
の
椅
子
席
だ
の
と
、
参
る
方ほ

う

が
中

心
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
コ
ロ
ナ
感
染
で
一
変
し
、
会
場
入
口
で
焼
香
し
て
終
わ
り

と
な
っ
た
の
で
す
。

　

中
心
に
な
る
も
の
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
、
大
切
な
人
の
死
を
出
来
事
と
し
て
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片
づ
け
処
理
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
家
の
若
い
者
に
人
間
処
理
の
見
本
を
見

せ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
の
死
を
片
づ
け
仕
事
に
す
る
の
は
、
生

き
て
い
る
こ
と
を
片
づ
け
仕
事
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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鬼

　

幼
い
頃
か
ら
、
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
自
坊
の
お
座
敷
に
お

坊
さ
ん
が
着
る
衣
、
つ
ま
り
法ほ

う

衣え

を
着
た
古
い
鬼
の
土
像
が
あ
る
。
そ
れ
が
何
な

の
か
生
前
の
祖
父
や
父
に
聞
い
て
も
、
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
。

　

何
年
か
前
に
滋
賀
県
の
大
津
へ
行
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
お
土
産
屋
さ
ん
に

古
い
風
刺
画
が
描
か
れ
て
い
る
「
大
津
絵
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
に

「
鬼
の
念
仏
」
と
い
う
絵
が
あ
っ
た
。
法
衣
に
身
を
包
ん
だ
鬼
が
そ
こ
に
は
描
か

れ
て
い
た
。

　

気
に
な
っ
て
、
高
山
へ
戻
っ
て
か
ら
「
鬼
の
念
仏
」
に
つ
い
て
少
し
調
べ
て

み
た
と
こ
ろ
、
大
津
絵
の
代
表
的
な
題
材
だ
そ
う
で
、「
無
慈
悲
で
残
酷
な
心
を

鬼

伊だ

達て　

晴は
る

香か

（
稱
讃
寺
坊
守
）


